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第
２
章　

日
独
伊
枢
軸
と
敗
戦
そ
し
て
新
憲
法

石
田　
　

憲

日
本
と
イ
タ
リ
ア
の
類
似
性

日
独
伊
三
国
の
共
通
点

「
病
」
と
し
て
の
フ
ァ
シ
ズ
ム

　

日
本
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
は
、
観
光
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
料
理
、
サ
ッ
カ
ー
、
芸
術
で
と
り
あ
げ
ら

れ
て
も
、
社
会
・
政
治
的
に
は
、
せ
い
ぜ
い
マ
フ
ィ
ア
、
不
安
定
な
政
権
と
い
っ
た
程
度
に
し
か
論
じ

ら
れ
な
い
。
ま
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
を
め
ぐ
る
話
と
な
る
と
、
軍
事
的
に
も
頼
り
に
な
ら
な
い
「
い

い
加
減
な
国
」、「
次
は
イ
タ
公
抜
き
で
や
ろ
う
」、
と
い
っ
た
偏
見
ば
か
り
が
目
立
つ
。
し
か
し
、
そ
の

近
現
代
史
や
歴
史
認
識
に
は
、
日
本
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
。

　

イ
タ
リ
ア
の
場
合
は
、
自
由
主
義
期
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
り
、
一
九
二
五
年
の
反
フ
ァ
シ
ス
ト

知
識
人
宣
言
で
勇
名
を
は
せ
た
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（Benedetto Croce

）
こ
そ
、「
逸
脱
」

（
戦
前
の
自
由
主
義
体
制
に
つ
い
て
一
九
二
〇
年
代
中
盤
ま
で
を
正
常
な
状
態
と
位
置
づ
け
、
第
二
次
世
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界
大
戦
直
前
期
の
み
を
「
逸
脱
」
と
す
る
考
え
方
）
論
を
唱
え
た
重
要
人
物
で
あ
っ
た
。
ク
ロ
ー
チ
ェ

は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
「
意
識
の
迷
い
、
文
明
の
う
つ
病
、
戦
争
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
酔
い
ど
れ
状

態
」
と
評
し
た（

１
）。

日
本
の
場
合
は
、
津
田
左
右
吉
が
戦
前
の
一
時
期
と
り
わ
け
一
九
三
〇
年
代
後
半
を

取
り
上
げ
、
天
皇
制
的
精
神
構
造
の
病
理
が
「
非
常
時
」
の
狂
乱
の
も
た
ら
し
た
例
外
現
象
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
（Friedrich M

ei-
necke

）
が
『
ド
イ
ツ
の
悲
劇
』
の
中
で
、
ナ
チ
ス
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
逸
脱
性
を
強
調
し

た
の
で
あ
る
。
総
じ
て
日
独
伊
三
国
の
保
守
系
知
識
人
は
、
戦
前
が
全
て
悪
か
っ
た
訳
で
は
な
く
、
戦

争
直
前
の
あ
る
一
時
期
の
み
が
問
題
だ
っ
た
と
論
じ
る
ケ
ー
ス
も
多
い（

２
）。

後
発
帝
国
主
義

　

日
本
と
イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
統
一
戦
争
を
経
て
、
い
ず
れ
も
一
八
〇
〇
年
代
後
半
に
、

近
代
国
民
国
家
の
形
成
へ
と
踏
み
出
し
て
い
く
。
三
国
の
国
家
建
設
は
、
植
民
地
獲
得
と
並
行
し
て
進

み
、
後
発
帝
国
主
義
国
独
自
の
流
れ
を
た
ど
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
幕
末

期
の
尊
皇
攘
夷
か
ら
明
治
期
の
富
国
強
兵
へ
と
政
治
的
に
転
換
さ
れ
た
如
く
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
リ

ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
の
愛
国
主
義
も
、
国
家
の
権
威
発
揚
に
利
用
さ
れ
、
海
外
膨
張
の
論
理
へ
と
読
み
か
え
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ら
れ
た
。
ド
イ
ツ
も
ビ
ス
マ
ル
ク
の
退
場
後
は
、
露
骨
な
対
外
膨
張
へ
と
向
か
う
。
た
だ
し
、
日
伊
両

国
の
植
民
地
主
義
は
、
経
済
的
合
理
性
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
国
内
の
不
満
を
海
外
に

そ
ら
す
内
政
的
動
機
か
ら
生
ま
れ
た
色
彩
が
強
か
っ
た
。
征
韓
論
に
見
ら
れ
る
無
謀
な
対
外
膨
張
の
主

張
は
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
隣
接
す
る
「
未
回
収
」
領
土
の
代
替
物
と
し
て
植
民
地
獲
得
が
論
じ
ら

れ
た
の
と
似
て
い
る
。
し
か
も
、
日
本
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
近
代
化
の
旗
手
と
し
て
膨
張
を
正
当

化
し
て
い
っ
た
の
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
植
民
地
支
配
を
「
福
祉
と
文
明
の
道

具
」
と
称
し
て
エ
リ
ト
リ
ア
、
リ
ビ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
へ
の
膨
張
を
も
く
ろ
ん
で
い
く
。
一
方
で
膨
張

先
を
教
化
す
る
対
象
と
見
な
し
な
が
ら
、
相
手
が
訓
導
を
拒
否
す
る
自
由
に
は
一
切
耳
を
傾
け
な
い
発

想
法
は
、
日
独
伊
三
国
に
共
通
す
る
特
徴
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
帝
国
主
義
一
般
が
有
す
る
独
善
性

は
、
戦
争
を
と
も
な
う
国
民
国
家
形
成
と
連
動
し
て
、
内
外
に
対
し
不
寛
容
な
環
境
を
醸
成
し
、
非
民

主
的
体
制
の
基
礎
を
準
備
し
た（

３
）。

　

ド
イ
ツ
と
の
違
い
と
し
て
は
、
日
伊
両
国
と
も
、
統
一
国
家
体
制
の
確
立
と
近
代
化
が
同
時
に
希
求

さ
れ
始
め
る
と
、
農
業
中
心
の
産
業
構
造
か
ら
転
換
が
図
ら
れ
て
い
く
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
と
軌
を
一

に
し
て
、
工
業
化
に
と
も
な
う
農
村
地
域
の
疲
弊
、
社
会
運
動
の
勃
興
が
、
下
か
ら
湧
き
出
す
帝
国
主

義
の
気
運
も
高
め
て
い
る
。
し
か
し
、
植
民
地
の
実
態
は
現
地
、
本
国
双
方
に
全
般
的
な
利
益
を
も
た
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ら
さ
ず
、
社
会
・
経
済
政
策
の
意
味
で
も
行
き
詰
ま
り
が
目
立
っ
た
。
加
え
て
、
増
幅
さ
れ
た
国
内
矛

盾
が
海
外
の
「
王
道
楽
土
」
建
設
を
刺
激
し
た
点
で
、
後
発
帝
国
主
義
国
に
特
有
な
類
似
し
た
性
格
が

見
受
け
ら
れ
る
。
先
発
帝
国
主
義
国
に
追
い
つ
け
追
い
こ
せ
と
い
う
焦
燥
感
に
伴
い
、
残
虐
性
が
増
す

と
い
う
点
で
は
、
日
独
伊
三
国
に
は
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
日
独
伊
三
国
は
と
も
に
、
性
急
な
植
民
地

獲
得
を
追
い
求
め
た
た
め
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
最
新
技
術
を
駆
使
し
た
現
地
住
民
の
弾
圧
、
膨
張
戦

争
を
強
行
し
た
。
一
九
〇
四

－
〇
八
年
に
お
い
て
ド
イ
ツ
は
、
ド
イ
ツ
領
南
西
ア
フ
リ
カ
（
現
ナ
ミ
ビ

ア
）
の
蜂
起
に
対
し
、
住
民
の
二
／
三
以
上
を
殺
害
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
下

士
官
だ
っ
た
人
間
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
東
部
戦
線
に
お
け
る
将
軍
と
な
り
、
ロ
シ
ア
兵
、
住
民
の
虐

殺
を
指
揮
し
た
例
も
存
在
す
る
。
イ
タ
リ
ア
の
リ
ビ
ア
に
対
す
る
「
平
定
作
戦
」
は
、
朝
鮮
半
島
の
民

衆
運
動
に
対
す
る
虐
殺
と
も
い
え
る
鎮
圧
政
策
と
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
三
〇
年
代

の
日
本
は
、
台
湾
で
武
装
蜂
起
へ
の
毒
ガ
ス
攻
撃
を
試
み
、
中
国
各
地
で
は
「
三
光
作
戦
」
の
遂
行
に

と
も
な
い
、
積
極
的
な
毒
ガ
ス
・
細
菌
戦
に
入
り
込
ん
で
い
く
。
こ
れ
と
同
様
に
、
イ
タ
リ
ア
は
リ
ビ

ア
で
大
量
死
者
を
出
す
強
制
収
容
所
建
設
、
エ
チ
オ
ピ
ア
に
お
け
る
毒
ガ
ス
の
継
続
的
使
用
な
ど
、
苛

烈
な
軍
事
行
動
を
繰
り
返
し
た
。
国
外
で
の
徹
底
し
た
暴
力
の
行
使
は
、
国
内
で
の
人
権
無
視
を
誘
引

し
、
戦
前
の
体
制
に
お
け
る
強
制
的
同
質
化
は
、
一
層
激
し
く
な
っ
た（

４
）。
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日
伊
両
国
の
近
代
国
民
国
家
形
成
期
に
お
け
る
重
要
な
共
通
点
は
、
国
内
の
社
会
経
済
的
矛
盾
を
対

外
膨
張
へ
転
化
さ
せ
、
多
く
の
国
民
が
抑
圧
委
譲
に
加
担
し
、
し
か
も
そ
れ
が
戦
争
と
い
う
形
で
遂
行

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
清
・
日
露
戦
争
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
の
「
勝
利
」
が
、
軍
部
を
政

策
決
定
の
有
力
な
主
体
に
押
し
上
げ
た
の
に
対
し
、
一
九
世
紀
末
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
に

対
す
る
二
度
の
敗
退
が
軍
の
威
信
を
失
墜
さ
せ
て
お
り
、
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
第

一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
フ
ァ
シ
ズ
ム
運
動
の
勃
興
と
、
満
洲
事
変
へ
至
る
日
本
軍
部

の
台
頭
と
い
う
相
違
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
遅
れ
て
き
た
帝
国
主
義
国
は
植
民
地
の
分
け
前
に
与
れ

な
い
た
め
、
満
足
さ
れ
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
さ
ら
な
る
膨
張
を
誘
発
さ
せ
る
。
実
際
、
日
伊
両

国
は
欠
落
す
る
資
源
、
市
場
と
貧
し
い
過
剰
人
口
の
受
け
皿
を
求
め
て
、
先
発
帝
国
主
義
国
に
「
陽
の

当
た
る
場
所
」
獲
得
の
「
権
利
」
を
強
硬
に
主
張
し
、
周
辺
国
を
侵
略
し
て
い
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
場
合
、

革
命
に
よ
っ
て
第
一
次
世
界
大
戦
が
事
実
上
、
終
了
し
た
た
め
、「
背
後
か
ら
の
一
突
き
」
論
が
生
ま

れ
、
ヒ
ト
ラ
ー
（A

dolf H
itler

）
は
国
内
が
焦
土
と
化
し
て
も
最
後
ま
で
戦
う
こ
と
を
望
ん
で
い
く
。

連
合
国
側
も
こ
の
よ
う
な
神
話
の
再
燃
を
避
け
る
た
め
、
第
二
次
世
界
大
戦
で
は
ド
イ
ツ
の
無
条
件
降

伏
ま
で
戦
争
を
続
け
、
降
伏
文
書
に
調
印
し
た
人
間
さ
え
逮
捕
す
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
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ド
イ
ツ
と
の
差
異
化

ド
イ
ツ
よ
り
「
ま
し
」：
被
害
者
意
識
の
先
行

　

第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦
し
た
イ
タ
リ
ア
は
、
バ
ル
カ
ン
半
島
、
北
ア
フ
リ
カ
戦
線
、
ロ
シ
ア
戦
線

で
敗
退
を
続
け
て
い
た
た
め
、
ド
イ
ツ
軍
が
代
わ
っ
て
戦
争
を
遂
行
し
、
自
分
た
ち
は
残
虐
行
為
に
加

担
せ
ず
、
む
し
ろ
北
ア
フ
リ
カ
戦
線
、
ロ
シ
ア
戦
線
で
ド
イ
ツ
軍
に
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
意
識
を
強

め
て
い
く
。
し
か
し
、
リ
ビ
ア
、
エ
チ
オ
ピ
ア
で
イ
タ
リ
ア
が
行
な
っ
て
い
た
軍
事
的
な
抑
圧
行
動
に

つ
い
て
は
、
自
覚
の
欠
落
が
顕
著
に
な
っ
た
。

　

日
本
の
場
合
も
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
南
京
は
比
較
で
き
な
い
と
い
う
議
論
を
持
ち
出
し
て
、
自

分
た
ち
の
蛮
行
を
軽
微
な
も
の
と
し
て
、
過
小
評
価
す
る
姿
勢
が
目
立
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
日

本
軍
は
兵
站
を
現
地
の
略
奪
で
ま
か
な
う
と
い
う
構
造
的
問
題
を
か
か
え
て
お
り
、
捕
虜
、
住
民
の
虐

殺
は
日
常
化
し
て
い
た
。
自
ら
の
厳
し
い
戦
場
体
験
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、
捕
虜
、
戦
犯
、
抑
留
と
い
っ

た
戦
後
に
お
け
る
経
緯
を
強
調
し
て
、
あ
た
か
も
被
害
者
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
ケ
ー
ス

が
多
く
な
っ
て
い
る
。



第Ⅱ部　第二次世界大戦―日本を中心に

159

天
皇
制
と
君
主
制

　

戦
間
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
と
日
伊
両
国
の
間
で
、
も
っ
と
も
大
き
な
政
治
構
造
上
の
相
違
点
は
、
共

和
制
へ
移
行
し
た
か
否
か
に
あ
る
。
憲
法
の
文
言
か
ら
も
、
日
本
と
イ
タ
リ
ア
で
は
、
統
帥
権
が
そ
れ

ぞ
れ
天
皇
、
国
王
に
属
し
て
お
り
、
開
戦
、
終
戦
に
つ
い
て
も
、「
神
聖
に
し
て
侵
す
べ
か
ら
ず
」
と
さ

れ
た
国
家
元
首
の
判
断
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
日
伊
両
国
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
加
し

た
責
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
軍
国
支
配
者
と
独
裁
者
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
（Benito M

ussolini

）
だ
け
に
帰
せ
し

め
ら
れ
ず
、
天
皇
と
国
王
個
人
、
も
し
く
は
天
皇
制
と
君
主
制
と
い
う
政
体
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た（

５
）。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
日
本
の
為
政
者
、
知
識
人
の
ほ
と
ん
ど
が
、
天
皇
の
政
治
的
責

任
を
ま
と
も
に
議
論
し
な
か
っ
た
の
と
対
照
的
に
、
イ
タ
リ
ア
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
加
わ
り
、
戦
後
の

主
要
な
政
党
を
形
成
し
た
人
々
は
、
君
主
制
を
擁
護
し
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
な
ど
を
除
き
、
そ
の
大
半
が
共

和
制
へ
の
転
換
を
不
可
避
と
考
え
て
い
た
。
た
だ
し
、
イ
タ
リ
ア
の
旧
体
制
に
属
す
る
政
治
指
導
者
た

ち
は
、
日
本
の
政
治
家
た
ち
と
同
じ
く
、
戦
争
よ
り
革
命
を
恐
れ
て
い
た
。
公
然
と
彼
ら
は
、
連
合
国

側
と
の
交
渉
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
国
民
に
は
共
和
制
な
ど
は
適
さ
ず
、
戦
前
か
ら
の
憲
法
を
変
え
る
必

要
も
な
い
と
語
っ
て
い
た
。
さ
り
な
が
ら
、
一
九
四
三
年
七
月
の
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
で
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ



広島平和研究所ブックレット　HPI Booklet

160

を
政
権
の
座
か
ら
追
い
落
と
し
た
国
王
と
側
近
た
ち
は
、
九
月
に
は
ド
イ
ツ
軍
と
戦
う
意
志
さ
え
明
示

し
な
い
ま
ま
、
ロ
ー
マ
か
ら
ブ
リ
ン
デ
ィ
ジ
へ
落
ち
の
び
一
般
国
民
の
失
望
を
招
き
、
君
主
制
維
持
派

は
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
く
。
日
本
で
も
、
一
九
四
五
年
二
月
に
近
衛
が
提
出
し
た
上
奏
文
は
、
イ
タ

リ
ア
の
状
況
を
引
証
し
な
が
ら
、
戦
争
の
継
続
が
共
産
主
義
革
命
を
発
生
さ
せ
か
ね
な
い
と
危
惧
す
る

内
容
と
な
っ
て
お
り
、
宮
廷
周
辺
の
認
識
に
大
差
は
な
い
。
ま
た
、
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
逮
捕
直
後
の
国
王

ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
三
世
（V

ittorio Em
anuele III

）
が
、
ド
イ
ツ
に
敵
対
せ
ず
、

戦
況
に
よ
っ
て
は
休
戦
も
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
し
て
お
く
と
い
う
態
度
を
と
っ
た
如
く
、
昭
和
天
皇
も

近
衛
上
奏
文
に
対
し
て
、
も
う
一
度
戦
果
を
あ
げ
て
か
ら
考
え
た
い
と
い
う
優
柔
不
断
な
姿
勢
を
崩
さ

な
か
っ
た（

６
）。

　

ヴ
ィ
ッ
ト
ー
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
三
世
は
、
無
任
所
大
臣
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
か
ら
、
皇
太
子
へ
の
譲

位
を
進
言
さ
れ
、
自
ら
の
退
位
と
引
き
換
え
に
王
制
の
存
続
を
図
る
が
、
ア
ル
ベ
ル
ト
憲
法
の
失
効
を

食
い
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
他
方
、
昭
和
天
皇
の
側
近
、
木
戸
幸
一
は
当
初
、
天
皇
制
廃
止
に
つ
な
が

る
と
し
て
、
天
皇
の
譲
位
に
反
対
し
た
が
、
天
皇
の
戦
争
責
任
を
め
ぐ
り
「
国
体
護
持
」
の
た
め
に
も

退
位
を
勧
め
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
当
時
の
為
政
者
と
し
て
木
戸
は
、
む
し
ろ
例
外
に
属
し
、
ほ

と
ん
ど
の
政
治
指
導
者
は
明
治
憲
法
の
改
正
に
つ
い
て
も
、
ま
と
も
な
反
応
さ
え
示
さ
な
か
っ
た（

７
）。

さ
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ら
に
、
日
伊
両
国
の
間
で
生
じ
た
大
き
な
違
い
は
、
政
体
に
つ
い
て
国
民
の
意
志
を
問
う
た
か
ど
う
か

で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
構
成
し
た
諸
政
党
が
君
主
主
義
者
も
ふ
く
め
た
統
一
戦

線
形
成
に
成
功
し
た
が
、
君
主
制
か
共
和
制
か
を
審
判
す
る
国
民
投
票
と
制
憲
議
会
選
挙
の
同
日
実
施

が
決
ま
る
と
、
政
体
問
題
は
再
燃
し
、
と
り
わ
け
保
守
層
を
悩
ま
し
た
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
キ

リ
ス
ト
教
民
主
党
の
み
な
ら
ず
王
党
派
さ
え
、
社
会
的
公
正
の
実
現
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
選
挙
戦
を

展
開
せ
ざ
る
を
得
ず
、
社
会
権
を
重
視
す
る
憲
法
の
端
初
が
見
い
だ
さ
れ
る
点
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
の

段
階
か
ら
、
左
派
の
優
勢
を
懸
念
す
る
連
合
国
側
は
遅
延
工
作
を
試
み
て
い
た
が
、
一
九
四
六
年
六
月

二
日
に
投
票
が
行
な
わ
れ
、
約
二
〇
〇
万
票
の
差
で
共
和
制
が
選
択
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
政

府
は
天
皇
制
の
可
否
を
日
本
国
民
に
問
い
か
け
る
と
い
う
発
想
自
体
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
た
。
Ｇ
Ｈ

Ｑ
側
は
、
自
ら
の
草
案
を
提
示
し
た
際
も
、
内
閣
が
受
容
し
な
け
れ
ば
、
直
接
国
民
に
草
案
を
公
表
し
、

そ
の
制
定
を
付
託
す
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
閣
僚
た
ち
は
人
民
が
政
体
問
題
に
参
入
す
る
機
会
さ
え
拒

絶
し
、
む
し
ろ
憲
法
改
正
を
め
ぐ
り
Ｇ
Ｈ
Ｑ
や
天
皇
の
権
威
に
す
が
ろ
う
と
し
て
い
る（

８
）。
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日
本
の
独
自
性

抵
抗
運
動
の
欠
落

　

日
本
で
は
一
九
二
五
年
の
治
安
維
持
法
制
定
以
降
、
左
派
は
逮
捕
、
投
獄
、
リ
ベ
ラ
ル
も
次
々
と
言

論
弾
圧
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く
。
イ
タ
リ
ア
も
一
九
二
四
年
の
社
会
党
議
員
マ
ッ
テ
オ
ッ
テ
ィ
暗
殺
事
件

を
機
に
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
よ
る
弾
圧
が
強
ま
る
。
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア
の
場
合
、
家
族
、
地
域
共

同
体
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
に
必
ず
し
も
呼
応
し
な
い
場
合
も
存
在
し
た
。
バ
ル
カ
ン
半
島
で
脱
走
し
た

兵
士
が
徒
歩
で
、
南
部
の
実
家
ま
で
戻
る
と
い
う
事
例
さ
え
あ
っ
た
。
他
方
、
日
本
で
は
例
え
ば
、
三

国
連
太
郎
の
場
合
、
兵
営
か
ら
脱
走
し
た
後
、
母
親
に
通
報
さ
れ
、
逃
亡
先
で
逮
捕
さ
れ
る
。
同
調
圧

力
の
強
さ
と
村
八
分
に
な
る
こ
と
へ
の
恐
れ
が
、
独
伊
両
国
も
う
ら
や
む
よ
う
な
全
体
主
義
体
制
を
可

能
と
し
た
日
本
で
は
、
そ
も
そ
も
抵
抗
運
動
の
素
地
さ
え
希
薄
で
あ
っ
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
毎
年
、

イ
タ
リ
ア
解
放
記
念
日
に
は
、
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
経
験
者
の
話
を
聞
く
集
会
が
開
か
れ
る
。
長
男
、
次
男

そ
し
て
夫
も
逮
捕
さ
れ
流
刑
に
処
せ
ら
れ
た
女
性
は
、
必
ず
生
き
て
自
分
た
ち
の
行
動
を
後
世
に
伝
え

る
よ
う
使
命
を
託
さ
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
流
刑
な
ど
に
あ
っ
た
人
物
の
家
族
を
支
援
す
る
動
き
が
、

草
の
根
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
転
化
さ
れ
て
い
く
ケ
ー
ス
も
多
発
し
た
。
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「
本
土
決
戦
」
の
回
避

　

君
主
本
人
や
宮
廷
周
辺
の
側
近
た
ち
が
類
似
し
た
対
応
に
帰
着
す
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
日
本
の

場
合
、
戦
後
最
初
に
選
出
さ
れ
た
議
員
の
大
多
数
ま
で
も
が
、「
国
体
護
持
」
に
走
っ
た
の
は
何
故
だ
ろ

う
か
。
独
伊
両
国
と
日
本
の
敗
戦
過
程
を
決
定
的
に
分
け
た
の
は
、
本
土
に
お
け
る
熾
烈
な
地
上
戦
の

有
無
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
首
都
ベ
ル
リ
ン
の
陥
落
ま
で
、
国
内
の
主
要
地
域
は
戦
火
に
巻
き
込
ま
れ
、

大
半
の
人
々
は
難
民
化
し
た
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
君
主
主
義
者
が
逃
亡
先
で
立
ち
上
げ
た
南
部
王
国
、

ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
傀
儡
政
権
の
イ
タ
リ
ア
社
会
共
和
国
、
パ
ル
チ
ザ
ン
の
自
治
的
な
解
放
区
と
い
う
鼎

立
状
態
の
中
、
イ
タ
リ
ア
人
同
士
も
殺
し
合
う
内
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
日
本
は
、
沖
縄
戦
を
の
ぞ

き
、
原
爆
投
下
も
ふ
く
め
空
襲
以
外
の
戦
場
体
験
を
本
土
住
民
が
被
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
も
し
日
本

が
本
土
決
戦
を
敢
行
し
、
昭
和
天
皇
が
東
京
か
ら
松
代
大
本
営
へ
敗
走
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
天
皇
制

に
関
す
る
議
論
も
様
相
を
大
き
く
変
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
歴
史
に
お
け
る
仮
定
の
話
を
し
な
い
と
し

て
も
、
敗
戦
か
ら
新
憲
法
へ
至
る
経
緯
自
体
、
日
伊
両
国
は
立
憲
君
主
制
と
い
う
よ
く
似
た
戦
前
の
政

治
構
造
を
擁
し
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
異
な
る
歩
み
を
た
ど
っ
て
い
く（

９
）。
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戦
前
の
体
制
を
克
服
す
る
た
め
の
憲
法

日
独
伊
三
国
の
特
徴

ド
イ
ツ
：
人
権
擁
護
の
重
要
性

　

制
定
時
の
ド
イ
ツ
基
本
法
は
、
単
な
る
歴
史
的
背
景
の
尊
重
に
留
ま
ら
ず
、
ナ
チ
ス
が
人
権
を
抑
圧

し
国
際
的
規
範
を
無
視
し
た
過
去
に
照
ら
し
て
、
ド
イ
ツ
憲
法
史
上
初
め
て
「
人
権
」
を
条
文
に
明
記

す
る
よ
う
な
理
念
的
革
新
を
実
現
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
基
本
権
に
抵
触
す
る
改
正
を
禁
じ
、
国

際
法
の
国
内
法
に
対
す
る
優
先
原
則
を
徹
底
し
た
の
で
あ
る（

10
）。

ド
イ
ツ
は
何
度
も
憲
法
改
正
を
行
な
っ

て
き
た
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
憲
法
の
根
幹
理
念
は
変
え
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が

維
持
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
で
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
だ
け
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
犠
牲
者
で
は
な
い
。
一
九
三
三
年
に
は
遺
伝
病

防
止
法
が
制
定
さ
れ
、
精
神
病
や
遺
伝
病
を
患
っ
て
い
る
人
々
の
不
妊
手
術
を
強
制
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。
一
九
三
四
年
以
降
、
優
性
保
護
裁
判
所
は
約
三
六
万
人
の
断
種
を
命
じ
、「
価
値
の
な
い
人

間
」
の
大
量
虐
殺
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
一
九
三
九
年
の
第
二
次
世
界
大
戦
開
始
直
後
か
ら

「
Ｔ
４
作
戦
」
が
実
施
さ
れ
、
六
つ
の
特
別
殺
人
病
院
に
お
い
て
約
七
万
人
の
「
知
恵
遅
れ
」・
精
神
障
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害
者
の
人
々
が
殺
害
さ
れ
た
。
シ
ャ
ワ
ー
室
に
見
せ
か
け
た
ガ
ス
室
で
最
初
の
体
系
的
殺
人
が
実
施
さ

れ
、「
社
会
生
物
学
的
浄
化
」
の
第
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
作
戦
で
採
用
さ
れ
た
技
術
は

絶
滅
収
容
所
に
転
用
さ
れ
、
殺
人
専
門
家
た
ち
は
収
容
所
に
お
け
る
重
要
ス
タ
ッ
フ
と
な
っ
て
い
っ 

た（
11
）。

　

一
九
四
一
年
六
月
に
始
ま
る
「
ユ
ダ
ヤ
・
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
」
の
ソ
連
に
対
す
る
戦
争
は
、「
人
種
的

に
低
い
価
値
の
下
等
人
間
」
の
大
量
殺
戮
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
た
。
一
九
四
一
年
末
ま
で
に
、
少
な

く
と
も
五
〇
万
人
の
婦
女
子
を
ふ
く
む
ユ
ダ
ヤ
人
が
、「
行
動
部
隊
（Einsatzgruppen

）」
の
大
量
射

殺
な
ど
に
よ
り
殺
害
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
兵
捕
虜
三
五
〇
万
人
は
、
多
く
が
大
量
処
刑
、
虐
待
に
よ
り

殲
滅
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
劣
悪
な
環
境
を
強
い
ら
れ
て
一
九
四
二
年
春
ま
で
に
少
な
く
と
も
二
〇
〇
万

人
が
飢
餓
や
病
気
で
死
亡
し
た
。
英
米
兵
捕
虜
の
死
亡
率
が
三
・
六
％
で
あ
っ
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
ソ

連
兵
捕
虜
は
、
五
八
・
九
％
と
い
う
極
端
に
高
い
死
亡
率
を
記
録
し
て
い
る
。
一
九
四
一
年
九
月
に
ア
ウ

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
基
幹
収
容
所
で
、
初
め
て
毒
ガ
ス
の
ツ
ィ
ク
ロ
ン
Ｂ
に
よ
り
殺
さ
れ
た
犠
牲
者
も
、

九
〇
〇
人
中
六
〇
〇
人
が
ソ
連
兵
捕
虜
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
生
物
学
的
抹
殺
」
計
画
の
下
、
一
〇
〇
万

人
の
子
供
を
ふ
く
む
六
〇
〇
万
人
近
い
ユ
ダ
ヤ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
か
ら
移
送
、
収
容
さ
れ
、
組
織

的
に
殺
戮
さ
れ
て
い
く
。
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イ
タ
リ
ア
：
社
会
権
の
重
視

　

戦
後
イ
タ
リ
ア
の
民
主
主
義
は
、
社
会
経
済
構
造
を
積
極
的
に
改
変
す
る
こ
と
に
よ
り
実
質
的
民
主

主
義
の
実
現
を
目
指
す
志
向
が
強
か
っ
た
。
憲
法
委
員
会
内
の
第
一
小
委
員
会
に
属
し
て
い
た
キ
リ
ス

ト
教
民
主
党
左
派
の
ラ
・
ピ
ー
ラ
（Giorgio La Pira

）
は
、「
社
会
権
な
く
し
て
人
の
自
由
と
独
立
は

有
効
に
保
障
さ
れ
な
い
」
と
明
確
に
主
張
す
る（

12
）。

ま
た
、
非
共
産
党
系
左
派
の
カ
ラ
マ
ン
ド
レ
イ

（Piero Calam
andrei

）
も
、
貧
し
い
者
は
事
実
上
、
法
的
平
等
や
政
治
的
自
由
を
享
受
で
き
な
い
状

況
に
あ
る
と
指
摘
し
、
す
べ
て
の
市
民
に
政
治
的
自
由
を
保
障
す
る
た
め
、
法
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
、

憲
法
に
は
社
会
経
済
構
造
改
革
の
内
容
が
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
そ
し
て
首
相
の

デ
・
ガ
ス
ペ
リ
（A

lcide D
e Gasperi

）
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
期
に
お
け
る
国
家
の
絶
大
な
権
能
に
対
抗

し
て
、
個
人
の
自
然
権
、
家
族
、
地
域
に
導
か
れ
た
有
機
的
な
自
由
を
措
定
す
る
。
こ
う
し
た
自
由
と

密
接
に
関
連
す
る
労
働
の
尊
重
を
法
の
形
式
的
枠
組
み
に
留
め
る
だ
け
で
な
く
、
い
か
に
社
会
的
参
加

を
通
じ
て
実
現
さ
せ
る
か
と
い
う
課
題
は
、
憲
法
起
草
者
た
ち
の
主
要
関
心
と
も
な
っ
た（

13
）。

多
く
の
政

治
家
が
社
会
権
を
重
視
し
た
こ
と
か
ら
、
新
憲
法
の
第
一
条
は
、
共
和
国
に
お
け
る
「
社
会
性
」
の
基

礎
が
労
働
に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
、
労
働
の
価
値
と
権
利
を
民
主
主
義
の
根
本
に
す
え
て
い
る（

14
）。

　

社
会
経
済
構
造
改
革
に
力
点
を
お
く
憲
法
が
形
成
さ
れ
た
理
由
に
は
、「
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
根
は
暴
力
に
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だ
け
偏
在
し
た
の
で
は
な
く
、
社
会
的
不
平
等
を
永
続
さ
せ
た
現
実
と
意
志
に
こ
そ
あ
っ
た
」
と
い
う
大

政
党
間
の
共
通
認
識
が
あ
げ
ら
れ
る（

15
）。

実
際
、
共
産
党
指
導
者
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
（Palm

iro T
ogliatti

）

は
、
ラ
・
ピ
ー
ラ
の
キ
リ
ス
ト
教
連
帯
主
義
と
社
会
主
義
・
共
産
主
義
が
労
働
の
諸
権
利
、
い
わ
ゆ
る

社
会
権
の
主
張
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
ト
リ
ア
ッ
テ
ィ
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
思
想
潮

流
が
合
流
し
た
こ
と
で
社
会
権
の
所
有
権
に
対
す
る
優
越
が
確
認
さ
れ
、
個
人
の
尊
重
と
い
う
共
通
の

基
盤
も
形
成
さ
れ
た
と
明
言
す
る
。
彼
か
ら
見
れ
ば
、
憲
法
は
戦
争
に
負
け
た
か
ら
変
え
ら
れ
た
の
で

は
な
く
、
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
体
現
し
、
民
主
的
か
つ
革
新
的
な
指
導
階
級
を
創
造
す
る
た
め
の
も
の
で

あ
っ
た（

16
）。

日
本
：
天
皇
制
と
平
和
主
義

　

天
皇
制
を
維
持
し
、
昭
和
天
皇
も
退
位
し
な
か
っ
た
日
本
が
、
戦
前
と
変
わ
り
、
二
度
と
侵
略
を
し

な
い
と
の
保
障
を
与
え
な
い
限
り
、
近
隣
諸
国
は
納
得
し
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
第
一
条
の
バ
ー
タ
ー
と

し
て
第
九
条
を
示
す
こ
と
で
、
戦
前
の
よ
う
な
行
動
を
と
ら
な
い
担
保
が
必
要
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
、
独
伊
両
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
係
と
異
な
り
、
日
米
二
国
間
の
み
に
よ
る
閉
じ
ら
れ
た

体
系
は
、
占
領
時
の
国
際
・
国
内
関
係
が
戦
後
へ
延
長
す
る
形
で
連
続
し
て
い
く
。
と
く
に
、
国
家
主
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権
と
君
主
個
人
を
不
可
分
視
す
る
傾
向
の
強
い
日
本
で
は
、
そ
も
そ
も
主
権
の
分
割
、
他
者
と
の
共
有

化
と
い
う
発
想
は
存
在
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
超
国
家
的
機
構

が
国
家
主
権
を
制
限
し
、
国
内
の
人
権
を
も
規
定
す
る
と
い
う
理
念
が
導
き
だ
さ
れ
る
可
能
性
は
少
な

か
っ
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
対
比
し
て
、
当
時
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る
地
域
統
合
構
想
は
、
参
加
国

間
の
原
則
的
平
等
が
明
確
化
さ
れ
ず
、
日
米
と
も
に
新
興
諸
国
を
低
く
見
る
階
層
的
秩
序
意
識
を
先
行

さ
せ
た
。
過
去
の
「
清
算
」
が
済
ん
で
い
な
い
と
い
う
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
新
憲
法
発
足
時
の
対
外

政
策
は
、
意
識
の
上
で
も
構
造
の
上
で
も
、
ア
ジ
ア
へ
開
か
れ
て
い
く
要
素
を
欠
い
て
い
た
。
こ
の
た

め
、
日
本
が
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
新
た
な
共
同
体
形
成
を
主
張
し
て
も
、
主
権
を
共
同
体
に
委
譲
す

る
と
い
う
方
向
性
が
希
薄
な
分
、
戦
前
の
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
復
活
と
近
隣
諸
国
か
ら
「
誤
解
」
さ
れ

る
の
は
当
然
で
あ
っ
た（

17
）。

イ
タ
リ
ア
の
独
自
性

パ
ル
チ
ザ
ン
の
共
和
国
：
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国

　

一
九
四
四
年
九
月
一
〇
日

－

一
〇
月
一
六
日　

イ
タ
リ
ア
北
部
解
放
区
に
お
い
て
「
オ
ッ
ソ
ラ
共
和

国
」
が
成
立
し
、
福
祉
担
当
に
は
イ
タ
リ
ア
近
現
代
史
上
、
初
の
女
性
閣
僚
と
し
て
共
産
党
の
フ
ロ
レ
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ア
ニ
ー
ニ
（Gisella Floreanini

）
が
任
命
さ
れ
た
が
、
同
時
に
女
性
た
ち
の
政
治
へ
の
実
質
的
参
加

は
広
汎
な
分
野
で
う
な
が
さ
れ
た
。
母
親
た
ち
は
子
供
を
ス
イ
ス
へ
送
る
か
話
し
合
い
、
婦
人
た
ち
は

価
格
を
統
制
し
、
支
援
食
料
の
分
配
を
決
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
民
は
徴
発
を
管
理
し
、
労
働
者
自

身
が
新
た
な
労
働
契
約
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
夜
に
は
ホ
テ
ル
を
会
場
と
し
て
、
共
産
党
の

オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
総
書
記
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
（U

m
berto T

erracini

）
と
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
員
が
議

論
を
闘
わ
せ
た
り
、
休
日
に
は
広
場
で
演
説
会
が
行
な
わ
れ
た
。
た
だ
し
、
多
様
な
勢
力
の
協
調
に
よ

り
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
が
維
持
さ
れ
て
い
る
状
況
を
自
覚
す
る
行
政
府
は
、
党
派
間
の
合
意
が
困
難
な
政

治
課
題
に
つ
い
て
は
、
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
根
本
的
な
解
決
を
延
期
す
る
と
表
明
し
て
い
る
。
そ

れ
は
行
政
が
立
法
を
無
視
せ
ず
、
新
し
い
民
主
主
義
の
建
設
を
最
重
視
す
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
で
も

あ
っ
た（

18
）。

　

ほ
か
の
パ
ル
チ
ザ
ン
解
放
区
と
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
最
大
の
違
い
は
、
ピ
エ
モ
ン
テ
州
を
見
て
も
、

多
く
の
解
放
区
が
戦
争
の
遂
行
に
力
点
を
お
く
一
方
で
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
の
場
合
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
後

の
社
会
を
い
か
に
作
っ
て
い
く
か
へ
の
関
心
が
強
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
か
の
解
放
区
で
も
、
代
表

の
選
出
や
市
民
参
加
に
よ
る
自
主
組
織
の
形
成
は
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
即
決
裁
判
な
ど
フ
ァ
シ
ス
ト

に
対
す
る
憎
悪
か
ら
来
る
超
法
規
的
暴
力
の
発
生
は
著
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
に
お
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い
て
は
、
成
立
し
た
ば
か
り
の
数
日
間
を
の
ぞ
き
、
報
復
行
為
も
限
定
的
で
あ
っ
た
の
は
特
筆
に
値
す

る
。
ま
た
、
解
放
が
た
だ
ち
に
、
外
か
ら
の
政
治
宣
伝
と
党
派
間
対
立
を
招
き
寄
せ
る
現
象
も
、
オ
ッ

ソ
ラ
共
和
国
の
臨
時
政
府
内
で
は
比
較
相
対
的
に
少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ほ
か
の
解
放
区
で
は
物
資

配
給
が
政
策
の
中
心
を
占
め
る
情
勢
下
で
、「
オ
ッ
ソ
ラ
学
校
憲
章
」
ま
で
発
布
し
て
教
育
理
念
を
唱

え
、
公
開
市
民
講
座
さ
え
実
施
し
た
の
は
稀
有
な
例
と
い
え
よ
う（

19
）。

　

加
え
て
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
は
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
が
破
壊
し
た
法
治
主
義
を
再
構
築
す
る
と
い
う
文

脈
で
、
重
要
な
模
範
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
立
法
と
法
運
用
を
根
源
的
に
否
定

し
、
民
主
的
原
理
、
す
な
わ
ち
人
権
と
公
正
の
普
遍
原
則
を
確
立
す
る
た
め
、
自
ら
の
権
力
自
体
も
厳

し
く
律
し
た
点
に
あ
る
。
ま
ず
、
フ
ァ
シ
ス
ト
の
追
放
と
逮
捕
に
つ
い
て
、
各
政
党
の
代
表
が
市
民
を

選
び
、
追
放
委
員
会
を
創
設
し
、
行
政
府
へ
提
案
を
行
な
い
、
警
察
の
一
方
的
な
逮
捕
に
は
制
約
が
課

せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
法
律
顧
問
、
臨
時
裁
判
官
と
し
て
社
会
党
系
弁
護
士
ヴ
ィ
ゴ
レ
ッ
リ
（Ezio 

V
igorelli

）
が
起
用
さ
れ
、
フ
ァ
シ
ス
ト
、
対
独
協
力
者
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
者
も
、
パ
ル
チ
ザ
ン
、

住
民
に
直
接
害
を
与
え
そ
う
な
ケ
ー
ス
を
の
ぞ
き
拘
束
さ
れ
な
く
な
る
。
逮
捕
さ
れ
た
場
合
で
も
、
そ

の
家
族
に
は
食
料
が
保
障
さ
れ
、
街
の
非
人
道
的
な
監
獄
に
代
わ
っ
て
設
置
さ
れ
た
収
容
所
で
は
、
ま

と
も
な
食
事
が
提
供
さ
れ
、
病
人
に
は
特
別
食
さ
え
用
意
さ
れ
た
。
こ
れ
は
フ
ァ
シ
ス
ト
と
は
異
な
る
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民
主
的
社
会
を
意
識
し
、
人
格
の
尊
厳
を
重
ん
じ
た
処
遇
で
あ
っ
た
が
、
容
疑
者
を
好
遇
す
る
対
応
に

は
パ
ル
チ
ザ
ン
兵
士
か
ら
も
批
判
が
集
中
し
た
。
し
か
し
、
ヴ
ィ
ゴ
レ
ッ
リ
自
身
、
一
九
四
四
年
六
月

に
は
ナ
チ
・
フ
ァ
シ
ス
ト
に
二
人
の
息
子
を
殺
害
さ
れ
て
お
り
、
報
復
や
ス
パ
イ
の
処
刑
を
主
張
す
る

人
々
も
、
彼
の
前
で
は
沈
黙
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ま
た
、
被
害
を
受
け
た
住
民
以
外
の
人
々
が
流

入
し
、
国
際
的
に
注
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
即
決
裁
判
な
ど
の
過
激
な
措
置
へ
の
歯
止
め
に
な
っ
た

可
能
性
も
あ
る
。
結
局
、
逮
捕
者
は
一
人
も
処
刑
さ
れ
ず
、
収
容
所
の
中
で
は
反
フ
ァ
シ
ス
ト
に
転
じ

る
者
さ
え
現
わ
れ
て
い
っ
た（

20
）。

こ
う
し
た
極
限
状
況
に
お
い
て
な
お
、
公
正
と
寛
容
さ
が
追
求
さ
れ
た

の
を
目
撃
し
て
、
一
七
年
獄
中
に
あ
っ
た
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
は
、
戦
後
、
憲
法
制
定
議
会
議
長
と
な
る
が
、

一
五
年
以
上
の
禁
固
刑
を
禁
じ
る
提
案
を
し
て
お
り
、
刑
罰
よ
り
も
更
生
に
強
い
力
点
を
お
く
方
向
へ

進
ん
で
い
っ
た
と
推
察
で
き
る
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、
撫
順
戦
犯
管
理
所
（
撫
順
監
獄 

九
六
九
名
）
と
太
原
戦
犯
管
理
所
（
太
原

監
獄 

一
四
〇
名
）
に
お
い
て
は
、
将
軍
、
兵
士
た
ち
に
対
し
寛
容
政
策
が
実
施
さ
れ
、
日
本
の
侵
略
戦

争
は
一
部
の
軍
国
主
義
者
が
起
こ
し
た
過
ち
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
周
恩
来
は
、
監
視
員
が
雑
穀
を
食

べ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
捕
虜
に
は
米
を
提
供
す
る
よ
う
指
示
し
、
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
な
い
対

応
、
手
厚
い
看
護
で
、
死
刑
判
決
も
な
く
、
病
死
者
以
外
、
全
員
の
帰
国
が
実
現
し
た
。
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歴
史
認
識
の
重
要
性

加
害
者
と
し
て
の
責
務

「
第
二
の
罪
」

　

ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
作
家
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
（Ralph Giordano

）
は
『
第
二
の
罪 

ド
イ
ツ
人
で
あ
る

こ
と
の
重
荷
』（
白
水
社
、
一
九
九
〇
年
）
の
中
で
、「
第
一
の
罪
」
が
実
際
に
侵
略
、
虐
殺
な
ど
に
関

わ
っ
た
事
例
と
す
れ
ば
、「
第
二
の
罪
」
は
そ
う
し
た
事
実
を
否
定
し
た
り
、
過
小
評
価
し
、
忘
れ
よ
う

と
す
る
こ
と
と
位
置
づ
け
た
。
あ
る
世
代
が
禊
を
行
な
え
ば
、
そ
れ
よ
り
後
の
世
代
は
責
任
を
免
除
さ

れ
る
と
い
う
意
識
は
、
む
し
ろ
彼
か
ら
見
れ
ば
「
第
二
の
罪
」
に
直
結
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

国
の
責
任
、
市
民
の
主
体
性

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
国
益
至
上
主
義
に
よ
り
戦
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
、
国

家
中
心
的
な
認
識
枠
組
み
が
再
検
討
さ
れ
た
。
結
果
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
は
、
国
家
主
権
の
一

部
を
後
に
Ｅ
Ｕ
へ
発
展
し
て
い
く
国
際
組
織
な
ど
に
委
譲
す
る
条
文
を
、
憲
法
や
条
約
に
挿
入
し
て
い

く
。
国
家
の
相
対
化
と
超
国
家
的
機
構
へ
の
志
向
性
は
、
独
伊
両
国
の
憲
法
に
も
反
映
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
戦
後
体
制
を
基
礎
づ
け
る
不
戦
共
同
体
の
基
本
理
念
と
な
っ
た
。

　

国
家
が
自
ら
の
機
能
を
委
譲
す
る
の
と
同
様
に
、
市
民
間
の
過
去
に
対
す
る
取
り
組
み
も
活
発
に
行

な
わ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
一
月
二
二
日
よ
り
二
五
日
ま
で
、
ト
リ
ノ
の
ゲ
ー
テ
・
イ
ン
ス
テ
ィ

ト
ゥ
ー
ト
は
「
独
裁
、
戦
争
と
集
団
的
記
憶
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、
一
連
の
映
画
、
展
示
、
セ
ミ
ナ
ー
、

会
議
を
実
施
し
た
。
こ
れ
は
一
月
二
七
日
の
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
解
放
記
念
日
に
合
わ
せ
て
開
催
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
議
会
は
二
〇
〇
〇
年
七
月
に
、
こ
の
日
を
イ
タ
リ
ア
で
も
公
に
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
の
記
念
日
と
定
め
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
は
じ
め
て
の
公
的
記
念
日
を
迎
え
る
節
目
で
も

あ
っ
た（

21
）。

　

一
連
の
発
言
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（Bruno V

asari

）
に
よ
る
最
後
の
報
告
で

あ
っ
た
。
当
時
八
九
歳
の
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
行
動
党
の
抵
抗
運
動
に
参
加
し
、
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
「
正

義
と
自
由
」
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
続
け
た
人
物
で
あ
る
。
彼
自
身
も
一
九
四
五
年
五
月
に
解
放
さ
れ
る

ま
で
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
と
マ
ン
ト
ハ
ウ
ゼ
ン
の
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
国

営
放
送
局
（
Ｒ
Ａ
Ｉ
）、
出
版
社
（Einaudi
）、
銀
行
（Banca N

azionale del Lavoro

）
の
要
職
を

歴
任
し
た
だ
け
で
な
く
、
二
五
年
に
及
び
イ
タ
リ
ア
・
パ
ル
チ
ザ
ン
協
会
の
雑
誌
の
編
集
長
を
務
め
た
。

ト
リ
ノ
に
お
い
て
は
「
国
外
追
放
者
（deportati
）」（
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
ド
イ
ツ
へ
「
移
送
さ
れ
た
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人
々
」
な
ど
を
含
む
表
現
）
の
記
憶
を
残
す
運
動
に
関
わ
り
、
二
〇
年
に
亘
る
活
動
を
通
じ
て
、
こ
の

問
題
に
関
す
る
二
つ
の
文
書
館
を
創
設
し
、
二
六
巻
に
及
ぶ
出
版
を
奨
励
し
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
、
こ
の
ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
が
翌
日
の
一
月
二
六
日
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
解
放
の
日
に

ち
な
ん
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
た
上
で
、
ト
リ
ノ
出
身
で
同
じ
「
正
義
と
自
由
」
の
パ

ル
チ
ザ
ン
に
関
わ
っ
た
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
（Prim

o Levi

）
に
つ
い
て
の
話
を
き
ち
ん
と
準
備
さ

れ
た
原
稿
に
沿
っ
て
語
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
イ
タ
リ
ア
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
が
「
い

か
に
ド
イ
ツ
人
か
ら
酷
い
目
に
あ
っ
た
」
か
を
語
っ
た
の
で
は
な
く
、
同
じ
収
容
所
の
中
に
い
た
ド
イ

ツ
人
抵
抗
者
た
ち
の
存
在
に
言
及
し
、
こ
う
し
た
人
た
ち
と
連
帯
し
て
い
く
必
要
性
を
明
ら
か
に
し
た

点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
議
論
す
る
場
で
は
、
ド
イ
ツ
人
だ
け
を
悪
者
に
し
て
し
ま
う
可
能
性

が
常
に
つ
き
ま
と
う
だ
け
に
、
出
席
し
て
い
た
ド
イ
ツ
人
研
究
者
は
、
非
常
に
微
妙
な
立
場
に
立
た
さ

れ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
公
正
な
態
度
は
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
経
験
者
で

あ
る
プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
の
記
述
に
も
見
出
さ
れ
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
は
、
ド
イ
ツ
人
を
集
合
的
に
憎
む

と
い
う
態
度
を
否
定
し
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
ナ
チ
ズ
ム
・
人
種
主
義
と
の
闘
い
を
強
調
す
る
。
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赦
し
は
被
害
者
が
決
め
る
こ
と

　

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
は
、『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
終
わ
ら
な
い
』「
若
い
読
者
に
答
え
る
」
の
イ

ン
タ
ヴ
ユ
ー
で
、「
あ
な
た
の
本
に
は
ド
イ
ツ
人
へ
の
憎
し
み
、
恨
み
、
復
讐
心
の
表
現
が
あ
り
ま
せ

ん
。
彼
ら
を
許
し
た
の
で
す
か
？
」
と
い
う
質
問
を
受
け
る
。
レ
ー
ヴ
ィ
は
、「
憎
し
み
と
は
動
物
的

で
未
熟
な
感
情
」
と
し
つ
つ
も
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
既
に
死
ん
だ
と
い
う
「
幻
想
」
に
反
論
を
加
え
た
上

で
、
以
下
の
よ
う
に
語
っ
た（

22
）。「

だ
が
私
は
フ
ァ
シ
ス
ト
で
は
な
い
、
私
は
理
性
を
信
ず
る
し
、
話
し

あ
い
を
最
上
の
進
歩
の
手
段
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
憎
し
み
よ
り
も
正
義
を
好
む
の
だ
。
ゆ
え
に
、

私
は
こ
の
本
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
と
い
う
あ
わ
れ
っ
ぽ
い
調
子
や
、
復
讐
を
叫

ぶ
た
け
り
狂
っ
た
調
子
を
捨
て
、
証
人
が
使
う
よ
う
な
、
節
度
あ
る
平
静
な
言
葉
を
慎
重
に
用
い
た
の

だ
。
…
…
だ
が
明
確
な
意
見
を
述
べ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
す
べ
て
を
無
差
別
に
許
し
て
い
る
と
思
わ

れ
て
は
困
る
。
い
や
、
私
は
罪
人
の
だ
れ
一
人
と
し
て
許
し
た
こ
と
は
な
い
。
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
ろ
う

と
外
国
人
で
あ
ろ
う
と
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
罪
と
過
ち
を
自
覚
し
、
弾
劾
し
、
二
度
と
同
じ
誤
り
を
繰
り

返
さ
な
い
と
い
う
決
意
を
見
せ
な
い
限
り
は
（
そ
れ
も
事
実
に
よ
っ
て
だ
、
言
葉
で
は
だ
め
だ
、
遅
す

ぎ
て
も
い
け
な
い
）、
い
ま
も
、
将
来
も
、
だ
れ
一
人
許
す
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
も
し
こ
う
し
た
こ
と

が
で
き
た
な
ら
、
許
そ
う
。
…
…
悔
い
改
め
た
敵
は
も
は
や
敵
で
な
く
な
る
か
ら
だ（

23
）。」
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レ
ー
ヴ
ィ
は
、『
溺
れ
る
も
の
と
救
わ
れ
る
も
の
』
で
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
体
験
を
徹
底
的
に
突
き

詰
め
、
ド
イ
ツ
人
読
者
た
ち
と
の
対
話
を
続
け
、
非
暴
力
と
平
和
主
義
に
行
き
着
く
。
し
か
し
彼
は
、

一
九
八
七
年
、
映
画
「
遙
か
な
る
帰
郷
」
と
な
る
彼
の
作
品
『
休
戦
』
の
映
画
化
を
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・

ロ
ー
ジ
監
督
に
許
可
し
た
一
週
間
後
に
自
殺
し
た（

24
）。

彼
の
内
面
の
葛
藤
は
、
個
人
の
尊
厳
を
根
こ
そ
ぎ

奪
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
人
間
が
推
し
量
る
べ
く
も
な
い
が
、
被
害
者
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
れ
自
体
、
大

き
な
重
み
と
な
り
、
各
被
害
者
の
人
生
に
桎
梏
と
な
り
続
け
て
い
る
状
況
を
加
害
者
の
側
は
、
安
易
な

赦
し
を
忖
度
す
る
こ
と
な
く
、
心
に
刻
ん
で
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
レ
ー
ヴ
ィ
が
命
を
削
り

な
が
ら
伝
え
て
い
っ
た
歴
史
に
は
、
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
が
例
証
し
た
よ
う
に
、
抵
抗
と
暴
力
が
必
ず
し

も
同
義
で
は
な
い
と
い
う
、
粛
然
た
る
問
題
提
起
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

主
要
日
本
語
参
考
文
献

石
田
憲
「
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
戦
争
の
記
憶
」（
研
究
ノ
ー
ト
）『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
一
七
巻
、
第
四

号
（
二
〇
〇
三
年
）、
一
一
七

－

一
三
六
。

石
田
憲
「
憲
法
を
作
っ
た
人
び
と
―
高
野
岩
三
郎
を
中
心
と
し
て
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
二
九
巻
、
第

一
・
二
号
（
二
〇
一
四
年
）、
八
五

－

一
二
三
。
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http://m

itizane.ll.chiba-u.jp/m
etadb/up/A

N
10005460/09127208_29-1,2_85.pdf

石
田
憲
『
日
独
伊
三
国
同
盟
の
起
源
―
イ
タ
リ
ア
・
日
本
か
ら
見
た
枢
軸
外
交
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
、

二
〇
一
三
年
。

石
田
憲
『
敗
戦
か
ら
憲
法
へ
―
日
独
伊 

憲
法
制
定
の
比
較
政
治
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
。

石
田
憲
『
フ
ァ
シ
ス
ト
の
戦
争
―
世
界
史
的
文
脈
で
読
む
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争 

』
千
倉
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

石
田
憲
「
民
主
共
和
国
へ
の
孤
独
な
伴
走
者
―
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
憲
法
の
系
譜
」『
千
葉
大

学
法
学
論
集
』
第
三
〇
巻
、
第
一
・
二
号
（
二
〇
一
五
年
）、
一
一
五

－

一
五
七
。

 
http://m

itizane.ll.chiba-u.jp/m
etadb/up/A

N
10005460/09127208_30-1-2_115-157.pdf

笠
原
十
九
司
『
南
京
事
件
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
七
年
。

北
原
敦
『
イ
タ
リ
ア
現
代
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。

古
関
彰
一
『
日
本
国
憲
法
の
誕
生
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
。

ラ
ル
フ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
『
第
二
の
罪 

ド
イ
ツ
人
で
あ
る
こ
と
の
重
荷
』
永
井
清
彦
他
訳
、
白
水
社
、

一
九
九
〇
年
。

陳
肇
斌
「
中
国
の
対
日
外
交
と
世
論
―
日
本
人
戦
犯
の
釈
放
・
日
本
商
品
展
覧
会
の
開
催
を
め
ぐ
っ
て
」『
法

学
会
雑
誌
』
第
五
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
）、
一
四
三

－

一
八
一
。

富
永
正
三
『
あ
る
Ｂ
・
Ｃ
級
戦
犯
の
戦
後
史
―
ほ
ん
と
う
の
戦
争
責
任
と
は
何
か
』
影
書
房
、
二
〇
一
〇
年
。

豊
下
楢
彦
、
古
関
彰
一
『
集
団
的
自
衛
権
と
安
全
保
障
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
四
年
。
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野
田
正
彰
『
戦
争
と
罪
責
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
。

秦
郁
彦
『
南
京
事
件
』
中
公
新
書
、
一
九
八
六
年
。

樋
口
陽
一
『
比
較
の
な
か
の
日
本
国
憲
法
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
九
年
。

ラ
ウ
ル
・
ヒ
ル
バ
ー
グ
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ユ
ダ
ヤ
人
の
絶
滅
』
上
・
下
、
望
田
幸
男
、
原
田
和
美
、
井
上
茂
子

訳
、
柏
書
房
、
一
九
九
七
年
。

ジ
ャ
ン
＝
Ｆ
・
フ
ォ
ル
ジ
ュ
『
二
一
世
紀
の
子
ど
も
た
ち
に
、
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
い
か
に
教
え
る
か
？
』

高
橋
武
智
訳
、
高
橋
哲
也
解
説
、
作
品
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

藤
原
彰
『
餓
死
し
た
英
霊
た
ち
』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
一
年
。

丸
山
眞
男
『
超
国
家
主
義
の
論
理
と
真
理
』
古
矢
旬
編
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。

宮
本
光
雄
「
西
ド
イ
ツ
州
憲
法
と
戦
争
放
棄
」『
成
蹊
法
学
』
第
二
八
号
（
一
九
八
八
年
）、
二
二
三

－

二
五
〇
。

吉
田
裕
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
。

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
終
わ
ら
な
い 

あ
る
イ
タ
リ
ア
人
生
存
者
の
考
察
』
竹
山
博

英
訳
、
朝
日
選
書
、
一
九
八
〇
年
。

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
『
溺
れ
る
も
の
と
救
わ
れ
る
も
の
』
竹
山
博
英
訳
、
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
。
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註（１
）　Benedetto Croce, Scritti e discorsi politici

（1943-1947

）, V
ol. II

（Bari: Laterza, 1963

）, 
p. 361.

（
２
）　

石
田
憲
「
丸
山
眞
男
と
レ
ン
ツ
ォ
・
デ
・
フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
―
二
つ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
論
」
小
林
正
弥

編
『
丸
山
眞
男
論
―
主
体
的
作
為
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
、
市
民
社
会
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三

年
）、
一
五
〇
頁
。
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
マ
イ
ネ
ッ
ケ
『
ド
イ
ツ
の
悲
劇
』
矢
田
俊
隆
訳
（
中
公
文
庫
、

一
九
七
四
年
）。

（
３
）　Guido Q

uazza, “Continuità e rottura nella politica coloniale da M
ancini a M

ussolini, ” 
in Le guerre coloniali del fascism

o, A
 cura di A

ngelo D
el Boca 

（Rom
a-Bari: Laterza, 

1991

）, pp. 5, 10. 
石
田
憲
「
イ
タ
リ
ア
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
植
民
地
と
の
比
較
か
ら
」
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
編
『「
韓
国
併
合
」
一
〇
〇
年
を
問
う
―
二
〇
一
〇
年
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
一
年
）、
二
五
三

－

二
五
四
頁
。

（
４
）　M

uham
m

ad T
. Jerary, “D

am
ages Caused by the Italian Fascist Colonization of 

Libya, ” in Italian Colonialism
, ed. Ruth Ben-Ghiat and M

ia Fuller 

（N
ew

 Y
ork: Palgrave 

M
acm

illan, 2005

）, p. 207. A
lberto Sbacchi, Il colonialism

o italiano in E
tiopia, 1936-

1940 

（M
ilano: M

ursia, 1980

）, pp. 47-48. A
. Laroui, “A

frican initiatives and resistance in 
N

orth A
frica and the Sahara, ” in G

eneral H
istory of A

frica, V
II: A

frica under Colonial 
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D
om

ination 1880-1935, ed. A
. A

du Boahen 

（Paris: U
N

ESCO
, 1985

）, pp. 99-100, 107. 
N

icola Labanca, “L
’Im

pero del fascism
o. Lo stato degli studi, ” in L

’Im
pero fascista: 

Italia ed E
tiopia 

（1935-1941

）, a cura di Riccardo Bottoni 

（Bologna: Il M
ulino, 2008

）, 
p. 27.  

永
原
陽
子
「
ナ
ミ
ビ
ア
の
植
民
地
戦
争
と
「
植
民
地
責
任
」―
ヘ
レ
ロ
に
よ
る
補
償
要
求
を
め

ぐ
っ
て
」
永
原
陽
子
編
『「
植
民
地
責
任
」
論
―
脱
植
民
地
化
の
比
較
史
』（
青
木
書
店
、
二
〇
〇
九

年
）、
二
二
一

－

二
二
八
頁
。 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ロ
シ
ャ
「
一
九
三
五

－

三
六
年
の
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
に

お
け
る
毒
ガ
ス
の
使
用
」
ア
ン
ジ
ェ
ロ
・
デ
ル
・
ボ
カ
編
著
『
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
毒
ガ
ス
―
植
民
地
戦

争
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
の
化
学
戦
』
高
橋
武
智
監
修
（
大
月
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
六
四

－

六
六
頁
。

春
山
明
哲
編
・
解
説
『
十
五
年
戦
争
極
秘
資
料
集　

第
二
十
五
集　

台
湾
霧
社
事
件
軍
事
関
係
資
料
』

（
不
二
出
版
、
一
九
九
二
年
）、
三

－

一
六
頁
。
笠
原
十
九
司
、
伊
香
俊
哉
「
三
光
作
戦
と
は
何
だ
っ
た

の
か
―「
侵
略
」
の
証
言
二
」
岡
部
牧
夫
、
荻
野
富
士
夫
、
吉
田
裕
編
『
中
国
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光
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５
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７
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cattolici dem
ocratici e la Costituzione, tom
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史
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史
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〇
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憲
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憲
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９
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落
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憲
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憲
「
民
主
共
和
国
へ
の
孤

独
な
伴
走
者
―
ウ
ン
ベ
ル
ト
・
テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
憲
法
の
系
譜
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』
第
三
〇
巻
、

第
一
・
二
号
（
二
〇
一
五
年
）、
一
三
六

－

一
四
〇
。

（
19
）　Istituto piem

ontese per la storia della Resistenza e della societa contem
poranea, 

Fondo Grosa, B FG3, a. Com
ando Brigate Garibaldi Piem

onte, Costituzione e attività 
degli organi del potere dem

ocratico nelle zone liberate, dattiloscritto dell ’opuscolo 
diffuso dal Com

ando garibaldino, ottobre 1944. 

鈴
来
一
成
「〈
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
〉
の
光

と
影
―
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
一
パ
ル
チ
ザ
ン
解
放
区
始
末
記
」『SPA

ZIO

』
第
二
〇
巻
、
第
一
号

（
一
九
八
九
年
）、
二
九
。
オ
ッ
ソ
ラ
共
和
国
臨
時
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
側
が
イ
タ
リ
ア
植
民
地
の
剥
奪

を
公
表
し
た
際
、
賛
成
し
た
う
え
で
、
植
民
地
に
お
い
て
は
自
由
が
回
復
さ
れ
る
べ
き
で
、
同
地
が
戦

利
品
と
し
て
分
割
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
外
務
省
の
要
職
を
務
め
、



第Ⅱ部　第二次世界大戦―日本を中心に

185

テ
ッ
ラ
チ
ー
ニ
と
制
憲
議
会
議
長
職
を
争
う
こ
と
に
な
る
保
守
派
の
カ
ル
ロ
・
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
（Carlo 

Sforza

）
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
外
務
省
報
告
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
植
民
地
保
有
国
が
植
民
地

を
国
際
的
行
政
機
構
に
委
託
す
る
と
い
う
提
案
を
行
な
い
、
事
実
上
、
委
任
統
治
領
と
し
て
旧
植
民
地
の

保
持
を
画
策
し
て
い
た
。Bocca, op. cit., p. 62. T

he N
ational A

rchives, K
ew

, FO
371/43796 

R13669/15/22

（1944/8/23

）.

（
20
）　Beltram

i, op. cit., pp. 43, 70-73.

（
21
）　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
以
下
の
論
文
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
石
田
憲
「
イ
タ
リ
ア
に

お
け
る
戦
争
の
記
憶
」『
千
葉
大
学
法
学
論
集
』、
第
一
七
巻
、
第
四
号
（
二
〇
〇
三
年
）、
一
二
六

－

一
三
〇
。

（
22
）　

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
『
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
終
わ
ら
な
い
』
竹
山
博
英
訳
（
朝
日
選
書
、

一
九
八
〇
年
）、
二
二
〇
頁
。

（
23
）　

同
書
、
二
二
一

－

二
二
二
頁
。

（
24
）　

プ
リ
ー
モ
・
レ
ー
ヴ
ィ
『
溺
れ
る
も
の
と
救
わ
れ
る
も
の
』
竹
山
博
英
訳
（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇

年
）、
一
五
六

－

一
五
七
頁
。『
遙
か
な
る
帰
郷
』
映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
日
本
ヘ
ラ
ル
ド
映
画
株
式
会

社
、
一
九
九
八
年
）、
二
一
頁
。




